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1
ま
で
ま
っ
た
く
無
名
で
あ
っ
た
不
折
で
す
が
、

彼
の
新
聞
挿
絵
は
線
描
が
力
強
く
、
構
図
も
お

も
し
ろ
い
と
、
当
時
の
作
家
や
俳
人
た
ち
の
目

に
と
ま
り
、
本
や
雑
誌
の
挿
絵
や
、
装
幀
な
ど

の
依
頼
が
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
不
折
は
子

規
の
お
か
げ
で
新
聞
挿
絵
の
分
野
で
開
拓
者
と

し
て
認
め
ら
れ
、
こ
の
仕
事
を
通
じ
て
、
多
く

の
文
豪
た
ち
と
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　

本
の
挿
絵
で
は
、
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
〜

一
九
一
六
）の『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』、『
漾よ
う

虚き
ょ

集し
ゅ
う

』

や
、
伊
藤
左さ

千ち

夫お

（
一
八
六
四
〜
一
九
一
三
）

の
『
野
菊
の
墓
』
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

島
崎
藤
村
（
一
八
七
二
〜
一
九
四
三
）
の
『
若

菜
集
』、『
一
葉
舟
』、『
落
梅
集
』
な
ど
は
、
本

の
タ
イ
ト
ル
文
字
や
表
紙
絵
、
文
中
の
挿
絵
ま

で
す
べ
て
を
担
当
し
た
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ッ
ク
デ

ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

　

雑
誌
の
挿
絵
で
は
、
森
鷗
外
（
一
八
六
二
〜

一
九
二
二
）
が
主
宰
す
る
『
め
ざ
ま
し
草
』
を

依
頼
さ
れ
た
の
が
最
初
で
し
た
。
そ
の
後
、
正

岡
子
規
が
創
刊
し
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
装
幀

や
挿
絵
を
数
多
く
手
が
け
、
表
紙
の
タ
イ
ト
ル

文
字
を
ま
る
で
マ
ー
ク
の
よ
う
に
し
た
り
、
文

字
と
絵
と
を
一
体
化
さ
せ
た
り
と
、
斬
新
な
デ

ザ
イ
ン
を
次
々
に
考
案
し
ま
し
た
。

　

不
折
の
こ
う
し
た
活
動
は
ま
す
ま
す
注
目
を

浴
び
、
店
の
看
板
や
ラ
ベ
ル
、
商
品
パ
ッ
ケ
ー

ジ
の
文
字
な
ど
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

画
家
、
書
家
で
あ
る
不
折
が
世
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
正ま
さ

岡お
か

子し

規き

（
一
八
六
七

〜
一
九
〇
二
）
が
編
集
主
任
を
務
め
て
い
た
新

聞
『
小
日
本
』（
後
に
『
日
本
』
と
な
る
）
の

挿
絵
を
担
当
す
る
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
か

ら
で
し
た
。
当
時
、
文
字
ば
か
り
の
新
聞
に
、

ほ
っ
と
一
息
つ
け
る
よ
う
な
挿
絵
を
入
れ
た
い

と
の
思
い
で
、
子
規
が
友
人
の
画
家
・
浅
井
忠ち
ゅ
う

に
誰
か
い
な
い
か
と
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
中
村

不
折
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
で
す
。

　

新
聞
は
、
多
く
の
人
が
目
に
し
ま
す
。
そ
れ

　

書
写
の
教
科
書
に
は
、「
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
文

字
」（
Ｐ
71
）
や
「
広
告
と
文
字
」（
Ｐ
80
）
な

ど
の
コ
ラ
ム
が
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
文
字

の
魅
力
や
お
も
し
ろ
さ
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
書
道
博
物
館
の
創
設
者
で
あ
る
中
村
不
折

（
一
八
六
六
〜
一
九
四
三
）
も
ま
た
、
本
や
雑

誌
の
表
紙
、
店
の
看
板
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
文
字
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
き
ま
し
た
。
今
回

は
、
不
折
の
仕
事
を
振
り
返
り
、
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
文
字
の
魅
力
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

エ
デ
ィ
ト
リ
ア
ル

デ
ザ
イ
ン
と
文
字

は
じ
め
に

今
号
よ
り
「
書
写
の
世
界
を
広
げ
よ
う
」
と
題
し
、
書
道
博
物
館
（
東
京
都
台
東
区
）
の
鍋
島
稲
子
先
生
に
、

三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
一
回
は
、「
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
文
字
」。

書
道
博
物
館
の
創
設
者
で
あ
る
中
村
不
折
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
文
字
を
振
り
返
り
ま
す
。

デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
文
字

　
〜
書
家
・
中
村
不ふ

折せ
つ

の
仕
事
を
振
り
返
る
〜

　

イ
ン
ド
カ
リ
ー
や
和
洋
菓
子
で
有
名
な
「
中

村
屋
」
の
看
板
は
、
み
な
さ
ん
が
最
も
よ
く
目

に
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。
ま
た
中
村

屋
の
羊よ
う

羹か
ん

パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
文
字
も
、
か
つ
て
は

不
折
が
書
い
て
い
ま
し
た
。「
黒こ
っ

光こ
う

羊
羹
」
な

ど
は
、
黒
光
り
し
た
美
し
く
て
甘
い
羊
羹
を
彷

彿
さ
せ
る
よ
う
な
出
来
栄
え
で
し
た
。
ち
な

み
に
黒
光
と
は
、
夫
の

相そ
う

馬ま

愛あ
い

蔵ぞ
う

と
と
も
に
中

村
屋
を
創
設
し
た
相
馬

黒
光
を
指
し
ま
す
。
当

時
、
中
村
屋
に
は
芸
術

家
や
文
学
者
た
ち
が
集

い
、
相
馬
夫
妻
は
彼
ら

に
惜
し
み
な
い
支
援
を

し
て
い
ま
し
た
。
不
折

も
こ
の
中
村
屋
サ
ロ
ン

に
出
入
り
し
、
多
く
の

人
た
ち
と
親
交
を
深
め

ま
し
た
。
相
馬
夫
妻
は
、

味
の
あ
る
字
を
書
く
不

折
に
、
看
板
文
字
や
商

品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
文
字

を
依
頼
し
た
よ
う
で
す
。

　

他
に
も
東
京
で
見
ら
れ
る
看
板
が
あ
り
ま
す
。

東
京
の
三
田
に
あ
る
「
大
坂
家
」
と
い
う
和
菓

子
屋
さ
ん
。
こ
の
お
店
の
主
力
商
品
「
秋
色
最

中
」
の
文
字
は
、
今
で
も
不
折
の
書
い
た
も
の

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ふ
ん
わ
り
と
空
気
を
含

み
、
パ
リ
パ
リ
の
皮
に
包
ま
れ
た
、
お
い
し
そ

う
な
最
中
を
想
像
し
ま
せ
ん
か
。

　

ま
た
、
お
酒
の
好
き
な
方
で
し
た
ら
必
ず
目

に
す
る
ラ
ベ
ル
「
真ま

澄す
み

」、
そ
し
て
真
澄
の
大

吟
醸
「
夢ゆ
め

殿ど
の

」
の
文
字
も
不
折
の
手
に
よ
る
も

の
で
す
。
キ
リ
リ
と
し
た
隷
書
で
書
か
れ
、
ま

連    
載

　
広
げ
よ
う

書
写
の
世
界
を

広
告
と
文
字

▲雑誌『ホトトギス』の表紙。不折の手
がけたデザインが斬新で話題となった。

2021

▲インドカリーでおなじみの「新宿中村屋」の看板。
目にすることの多い不折の看板文字の一つ。

▲東京都港区にある「大坂家」の看板。江戸時代
に創業し，300年の歴史をもつ老舗和菓子店。
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価
に
は
賛
否
両
論
あ
り
ま
し
た
が
、『
龍
眠
帖
』

は
当
時
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
何
度
も
版
を

重
ね
た
ほ
ど
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
百
年
以
上

経
っ
た
今
で
も
、
決
し
て
古
く
さ
く
な
く
、
む

し
ろ
モ
ダ
ン
な
ス
タ
イ
ル
に
思
え
る
ほ
ど
で
す
。

こ
の
新
機
軸
を
基
に
、
そ
の
後
不
折
は
数
々
の

デ
ザ
イ
ン
文
字
を
手
が
け
て
い
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
明
治
の
文
人
や
芸
術
家
た
ち
が
不

折
の
文
字
を
心
か
ら
愛
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
森
鷗
外

は
不
折
書
の
フ
ァ
ン
で
、
自
分
が
詠
ん
だ
漢
詩

を
作
品
に
し
て
ほ
し
い
と
不
折
に
よ
く
頼
み
に

き
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
人
生
の
最
期
を
迎

え
た
鷗
外
は
、「
自
分
の
墓
は
“
森
林
太
郎
墓
”

と
不
折
に
書
い
て
も
ら
う
よ
う
依
頼
し
て
ほ
し

い
」
と
書
き
遺
し
ま
す
。
不
折
は
、
そ
の
他
に

伊
藤
左
千
夫
、
荻お
ぎ

原わ
ら

守も
り

衛え

、
中
村
彜つ
ね

な
ど
の
墓

碑
銘
も
揮き

毫ご
う

し
て
い
ま
す
。
今
で
は
当
た
り
前

と
な
っ
た
デ
ザ
イ
ン
文
字
の
ひ
と
つ
の
原
型
は
、

不
折
が
生
み
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
愛
し
た
文

豪
ら
に
よ
っ
て
今
日
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

文
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

不
折
に
は
、
こ
う
し
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の

文
字
を
自
在
に
操
る
稀け

有う

な
才
能
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
文
字
の
多
く
は
、
明
治
四
十
一

年
（
一
九
〇
八
）、不
折
が
書
道
界
に
デ
ビ
ュ
ー

す
る
契
機
と
な
っ
た
『
龍り
ゅ
う

眠み
ん

帖じ
ょ
う

』
と
い
う
作

品
を
ベ
ー
ス
に
お
い
て
い
ま
す
。
当
時
、
不
折

が
神
経
病
に
か
か
り
、
そ
の
リ
ハ
ビ
リ
と
し
て

書
い
た
習
作
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
不
折
書
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
斬
新
な
書
風
に
、
友
人

で
あ
り
俳
人
の
河か
わ

東ひ
が
し

碧へ
き

梧ご

桐と
う

（
一
八
七
三
〜

一
九
三
七
）
が
驚
き
、
出
版
し
て
世
に
送
り
出

し
ま
し
た
。
楷
書
と
隷
書
と
を
織
り
交
ぜ
た

素
朴
な
書
風
に
不
折
の
個
性
が
折
り
重
な
っ

た
、
不
折
書
の
新
機
軸
で
し
た
。
こ
の
書
の
評

さ
に
キ
ュ
ッ
と
一
杯
飲
み
た
く
な
る
よ
う
な
気

分
に
さ
せ
て
く
れ
る
文
字
で
す
。

　

看
板
の
文
字
は
、
そ
の
お
店
の
「
顔
」
で
す

か
ら
、
ま
ず
は
わ
か
り
や
す
さ
、
親
し
み
や
す

さ
が
一
番
で
す
。
し
か
し
、
た
だ
わ
か
り
や
す

い
だ
け
で
は
、
人
の
気
持
ち
を
惹ひ

き
つ
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
看
板
が
個
性
的

で
あ
る
こ
と
も
重
要
な
要
素
で
す
。
そ
の
点
、

不
折
の
文
字
に
は
、
人
の
目
を
捉
え
て
離
さ
な

い
独
特
な
魅
力
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
文
字
は
、
購
買

意
欲
を
そ
そ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

先
に
述
べ
た
和
菓
子
や
お
酒
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が

そ
の
好
例
で
あ
り
、
商
品
の
特
徴
や
お
い
し
さ

が
直じ
か

に
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
あ
る

▲『龍眠帖』　明治 41 年（1908）　複製

▲人気の日本酒「真澄」の文字は，目
にしたことがある人も多いだろう。
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　今回ご紹介した中村不折が創設した書道博物館には，中国
及び日本の書道研究における貴重な資料が数多く収蔵されてい
ます。
　展覧会ごとにギャラリートークを開催しており，展示資料を見な
がら，鍋島先生が詳しく解説してくれます。事前に予約すれば，小・
中学生対象の「キッズセミナー」も開催してくれるそうです。
　現在開催中の企画展は「唐時代の書，徹底解剖‼」（〜 6
月16日まで）。唐の四大家をはじめ，唐時代を代表する書の名
品，そして貴重な肉筆資料である敦煌写経など，唐時代の華や
かな書の数 を々ご紹介しています。ぜひ，ゴールデンウィークなど
を利用して，見に行かれてはいかがでしょうか。

さまざまな文字にふれよう
〜書道博物館のご案内〜

▲「大坂家」の看板商品「秋色最中」のパッケージ。
見事なバランスで文字が配置されている。
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